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完成した第２号試作品（崩壊地中腹部を横切る新規工法）

南木曽支署の搬出コスト比較

→平均集荷コストが削減

設置前 設置後

平均搬出コスト
4,000円/ｔ

チップ加工コスト
4,000円/ｔ

燃料運送コスト
2,000円/ｔ

発電所管理コスト
2,000円/ｔ

平均搬出コスト
2,000円/ｔ

チップ加工コスト
4,000円/ｔ

D材：枝・端材等

C材：小径木等

D材：打ち出し

B材：小曲

A材：直材

A～C材
チップ
買取価格
10,000円/ｔ
（参考）燃料運送コスト

2,000円/ｔ
発電所管理コスト
2,000円/ｔ

中間土場を設置したことによる費用効果

どの方法もメリット、デメリット、食害リスクがある

愛知県内におけるシカ対策モデルを検討

通行頻度
植栽面積

植栽地の傾斜

ワナ設置可能かどうか
防護柵か単木か
金網かステンレスか

※一度被害が出ると、植付・下刈・シカ対策コスト等
　それまで行った作業コストが無駄になる

★検討のポイント★

複数の検討ポイントから最適な対策モデルを導き出す

〈本局のトピックス〉
【
技
術
普
及
課
】

　

一
月
二
十
八
日
と
二
十
九
日
の
両

日
、
令
和
二
年
度
中
部
森
林
技
術
交
流

発
表
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

今
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
当
局

と
各
地
の
発
表
者
を
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
シ
ス

テ
ム
で
結
ぶ
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
と
し
ま

し
た
。

　

発
表
者
に
は
、
事
前
に
音
声
付
き
パ

ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
作
成
い
た
だ
き
、
そ

れ
を
再
生
し
た
後
に
審
査
委
員
が
ス
ク

リ
ー
ン
に
映
る
発
表
者
に
質
問
や
助
言

を
行
う
か
た
ち
で
進
行
し
、
そ
の
様
子

を
Ｗ
ｅ
ｂ
で
ラ
イ
ブ
配
信
し
ま
し
た
。

　

当
局
と
し
て
も
初
め
て
の
試
み
で
し

た
が
、
森
林
管
理
署
等
に
よ
る
国
有
林

の
部
だ
け
で
な
く
、
民
有
林
・
学
生
の

部
と
し
て
研
究
機
関
、
大
学
、
高
校
、

民
間
企
業
の
皆
様
に
も
参
加
い
た
だ

き
、
合
計
二
十
一
課
題
が
発
表
さ
れ
ま

し
た
。

　

な
お
、
国
有
林
の
部
か
ら
選
定
し
て

い
る
優
秀
賞
は
次
の
三
課
題
で
す
。

【
伊い
な
だ
に

那
谷
総
合
治
山
事
業
所
】

　

崩
壊
地
の
復
旧
に
用
い
ら
れ
る

土ど
ど
め留
工こ
う

に
つ
い
て
、「
既
存
工
法
と

同
等
条
件
を
満
た
し
、
資
材
を
軽
量

化
し
て
労
働
負
担
を
軽
減
し
つ
つ
、

木
材
も
利
用
す
る
」
と
い
っ
た
高
度

な
目
標
を
掲
げ
て
新
た
な
工
法
を
開

発
し
、
実
際
に
現
地
で
施
工
し
た
成

果
と
普
及
が
期
待
で
き
る
発
表
が
あ

り
ま
し
た
。
※
関
連
記
事
五
ペ
ー
ジ

【
愛あ

い
ち知
森
林
管
理
事
務
所
】

　

ニ
ホ
ン
ジ
カ
に
よ
る
林
業
被
害
の

対
策
に
つ
い
て
、
複
数
の
獣
害
防
護

柵
及
び
単
木
防
護
資
材
の
設
置
や
管

理
の
コ
ス
ト
を
比
較
す
る
と
と
も

に
、
生
息
状
況
と
行
動
を
解
析
し
た

効
果
的
な
捕
獲
方
法
の
検
討
を
行

い
、
見
回
り
の
頻
度
、
植
栽
地
の
面

積
や
傾
斜
な
ど
、
現
地
の
条
件
に
応

じ
た
ニ
ホ
ン
ジ
カ
対
策
モ
デ
ル
の
発

表
が
あ
り
ま
し
た
。

【
南な

ぎ

そ
木
曽
支
署
】

　

丸
太
の
生
産
に
伴
い
発
生
す
る
枝

葉
や
幹
の
末ま

っ
た
ん
ぶ

端
部
（
Ｄ
材
・
末
木
枝

条
）
に
つ
い
て
、
発
生
量
を
推
計
し

て
買
受
者
を
募
集
す
る
と
と
も
に
、

利
便
性
の
高
い
箇
所
へ
中
間
土
場
を

設
置
し
て
搬
出
コ
ス
ト
を
削
減
す
る

こ
と
に
よ
り
、
有
効
に
利
用
さ
れ
る

末
木
枝
条
の
数
量
を
年
々
増
加
さ
せ

て
い
る
取
組
の
発
表
が
あ
り
ま
し

た
。

中
部
森
林
技
術
交
流
発
表
会

　
～
オ
ン
ラ
イ
ン
で
会
場
と
発
表
者
を

�

結
び
ラ
イ
ブ
配
信
～

「
軽
量
フ
レ
ー
ム
を
使
用
し
た

�

等と
う
あ
つ厚
コ
ン
ク
リ
ー
ト
擁よ
う
へ
き壁
の
開
発
」

「
Ｄ
材（
末す

え
き
し
じ
ょ
う

木
枝
条
）の

�

継
続
的
販
売
の
取
組
に
つ
い
て
」

「
循
環
型
林
業
確
立
に
向
け
た

�

ニ
ホ
ン
ジ
カ
対
策
モ
デ
ル
の
検
討
」
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〜
国
有
林
の
部
（
十
六
課
題
）〜

　
「
森
林
技
術
部
門
」
で
は
、
Ｕ
Ａ
Ｖ

（
無
人
航
空
機
、
ド
ロ
ー
ン
な
ど
）
に

マ
ル
チ
ス
ペ
ク
ト
ル
カ
メ
ラ
や
レ
ー

ザ
ー
ス
キ
ャ
ナ
ー
な
ど
を
搭
載
し
て
事

業
に
活
用
し
た
事
例
、
携
帯
電
話
不
感

地
域
の
工
事
現
場
で
の
通
信
連
絡
網
の

導
入
試
験
、
山さ

ん
ぷ
く腹
崩
壊
地
の
植
生
復
元

の
経
過
、
災
害
に
強
い
多
様
な
森
林
づ

く
り
に
向
け
た
主
伐
や
間
伐
の
進
め
方

と
課
題
、
複ふ

く
そ
う
り
ん
か
ぼ
く

層
林
下
木
の
光
ひ
か
り
か
ん
き
ょ
う

環
境
や

健
全
な
林
り
ん
し
ょ
う床を
考
慮
し
た
密
度
管
理
、

下
刈
り
頻
度
が
植
栽
木
の
成
長
に
与
え

た
影
響
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
テ
ー
マ

が
揃
い
ま
し
た
。

　
「
森
林
ふ
れ
あ
い
部
門
」
で
は
、
戸

隠
大
峰
自
然
休
養
林
の
民
間
サ
ポ
ー

タ
ー
に
よ
る
木
道
整
備
、
岐ぎ

ふ
け
ん
た
か
や
ま

阜
県
高
山

市し
し
ょ
う
か
わ
ち
ょ
う

荘
川
町
と
連
携
し
た
湿
原
植
生
の

保
全
活
動
の
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
森
林
保
全
部
門
」
で
は
、
樹じ

ゅ
か
ん冠
画

像
解
析
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
タ
テ
ヤ

マ
ス
ギ
巨
木
の
活
力
度
評
価
、
雪
崩
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
用
い
た
雪
崩
規
模

や
治
山
ダ
ム
の
効
果
の
推
定
と
堆
積
し

た
流な
が
れ
ぎ木
の
有
効
活
用
事
例
、
な
ど
の
発

表
が
あ
り
ま
し
た
。

〜
民
有
林
・
学
生
の
部（
五
課
題
）〜

・
岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
か

ら
は
、
人
力
作
業
が
中
心
の
造
林
・
育

林
作
業
の
機
械
化
に
つ
い
て
、
無
人
化

も
加
え
た
導
入
試
験
の
結
果
報
告
が
あ

り
ま
し
た
。

・
岐
阜
県
森
林
研
究
所
か
ら
は
、
初
期

成
長
量
が
大
き
く
育

い
く
び
ょ
う苗
期
間
の
短
い
ヒ

ノ
キ
コ
ン
テ
ナ
苗
の
育
成
方
法
の
検
討

結
果
が
発
表
さ
れ
、
育
苗
と
植
栽
技
術

を
ま
と
め
た
指
針
書
を
作
成
し
、
技
術

移
転
が
進
ん
で
い
る
と
の
報
告
が
あ
り

ま
し
た
。

・
信
州
大
学
及
び
大
学
院
か
ら
は
、
Ｕ

Ａ
Ｖ
で
撮
影
し
た
写
真
か
ら
松
く
い
虫

被
害
木
の
位
置
を
半
自
動
で
抽
出
す
る

機
械
学
習
の
成
果
と
、
雪
崩
跡
地
の
樹

木
の
更
新
に
関
す
る
細
や
か
な
フ
ィ
ー

ル
ド
踏
査
の
結
果
に
つ
い
て
発
表
が
あ

り
ま
し
た
。

・
下
高
井
農
林
高
校
か
ら
は
、
先
輩
か

ら
引
き
継
い
で
き
た
地
域
貢
献
の
取
組

に
つ
い
て
、「
木も
く
い
く育
」
と
「
観
光
活
性

化
」
の
活
動
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

　

今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
、
多

く
の
方
々
の
ご
理
解
ご
協
力
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
、
中
部
森
林
技
術
交
流
発
表

会
を
無
事
に
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　

今
後
も
、
研
究
機
関
、
学
校
、
林
業

事
業
体
等
の
関
係
機
関
や
地
域
と
の
連

携
を
深
め
る
と
と
も
に
、
発
表
成
果
を

業
務
に
活
用
し
な
が
ら
地
域
や
時
代
の

要
請
に
応
じ
た
技
術
の
開
発
と
普
及
に

取
り
組
み
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
き
ま
し
て

は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

〈本局のトピックス〉

Web会議システムによる質疑応答の様子

地元材を生徒自ら製材し、地元保育園の遊具（屋台）を製作
（下高井農林高校）

技術移転（技術指針書の作成）

岐阜県森林研究所ホームページ
 http://www.forest.rd.pref.gifu.lg.jp/
より入手可能

対象者
●ヒノキコンテナ苗をはじめて育成される方
●現状より優れたヒノキコンテナ苗を育成したい方
●ヒノキコンテナ苗を造林される方

特徴
●基礎編と応用編で構成
●基礎編：ヒノキコンテナ苗をはじめて育成したり 
　造林される方がわかるように作成
●応用編：現状より優れたヒノキコンテナ苗を育成
　したり、入手したい方が利用できるように作成

優れたヒノキコンテナ苗の作り方と
植栽時の留意点

岐阜県森林研究所

技術指針書の作成（岐阜県森林研究所）
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〈各地からのたより〉

【
木き

そ曽
森
林
管
理
署
】

　

一
月
十
三
日
、
長な
が
の
け
ん

野
県
木き
そ
ぐ
ん
曽
郡
上あ
げ
ま
つ松

町ま
ち

の
木き

そ曽
官
材
市
売
協
同
組
合
に
お
い

て
「
第
二
四
五
回
国
有
林
土
場
活
用
委

託
市
売
新
年
初
市
」
を
開
催
し
ま
し

た
。

　

国
有
林
土
場
活
用
委
託
販
売
「
土
場

活
」
は
、
平
成
十
三
年
七
月
ま
で
上あ

げ
ま
つ松

木
材
販
売
所
で
行
っ
て
い
た
丸
太
の
公

売
に
代
わ
り
、
国
有
林
の
各
土
場
（
貯

木
場
）
を
使
用
し
、
丸
太
の
集
積
・
仕

分
け
は
国
が
行
い
、
入
札
業
務
を
木
材

市
場
に
委
託
す
る
販
売
方
法
で
す
。
天

然
木
曽
ヒ
ノ
キ
や
サ
ワ
ラ
等
の
民
有
林

か
ら
供
給
が
期
待
し
に
く
い
樹
種
を
計

画
的
に
供
給
す
る
取
り
組
み
の
一
つ
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
土
場
活
」
は
他
の
丸
太
の
委

託
販
売
と
違
い
、
丸
太
の
仕
分
け
に
は

国
有
林
職
員
の
経
験
・
知
見
を
活
か
し

て
買
い
手
か
ら
の
要
望
を
考
慮
し
て
い

る
ほ
か
、
出
材
品
か
ら
の
特
別
な
選
木

も
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
新
年
初
市
で
は
元も

と
た
ま
ざ
い

玉
材
の
み

を
集
め
、
集
積
方
法
も
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型

に
す
る
な
ど
見
た
目
も
重
視
し
て
販
売

し
ま
し
た
。
特
別
に
選
木
仕
分
け
さ
れ

た
丸
太
は
五
つ
の
土
場
（
新し

ん
あ
げ
ま
つ

上
松
、
焼や
け

笹ざ
さ

、
氷こ
お
り
が
せ

ヶ
瀬
、
野の
じ
り尻
、
三み

殿ど
の

）
に
そ
れ

ぞ
れ
準
備
し
、
二
十
八
物
件
、
百
五
十 

一
立
方
㍍
を
販
売
し
ま
し
た
。

　

本
年
度
は
七
月
の
豪
雨
で
出
材
の
遅

れ
も
あ
り
ま
し
た
が
、
天
然
木
曽
ヒ
ノ

キ
の
新
材
出
品
も
間
に
合
い
、
天
然
木

曽
ヒ
ノ
キ
四
等
材
十
㍍
×
五
十
四
㌢
㍍

に
は
百
六
十
九
万
円
（
税
込
み
）／
立

方
㍍
の
値
が
付
き
落
札
さ
れ
ま
し
た
。

入
札
枚
数
も
十
二
札
と
今
年
度
の
最
高

応
札
枚
数
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

地
元
製
材
工
場
や
中
京
圏
の
引
き
合

い
が
活
発
で
盛
大
に
開
催
す
る
こ
と
が

で
き
、
総
販
売
数
量
二
千
二
百
立
方

㍍
、
販
売
額
は
八
千
九
百
六
十
万
円

（
税
込
み
）
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
民
有
林
か
ら
の
供
給
が
期
待

し
に
く
い
「
国
有
林
材
」
の
供
給
に
努

め
て
い
き
ま
す
。

１本501万円で落札された天然木曽ヒノキ

新
年
初
市
　
開
催
！

　
～
木
曽
署
な
ら
で
は
の

�

「
土ど

ば場
活か
つ

」～
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〈各地からのたより〉
【
木
曽
森
林
管
理
署
】

　

当
署
で
は
、
丸
太
の
販
売
に
あ
た

り
、
天
然
木
（
天
然
木
曽
ヒ
ノ
キ
や
サ

ワ
ラ
等
）
の
切
断
面
に
は
紅べ

に
が
ら柄
（
酸
化

鉄
顔
料
）
を
用
い
て
等
級
区
分
な
ど
の

筆
入
れ
を
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
買
方
へ

の
丸
太
の
引
渡
完
了
ま
で
は
っ
き
り
と

文
字
が
読
み
取
れ
る
よ
う
伝
統
的
に
行

わ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
業
務
を
請
負
っ
て
い
る
、
み
ど

り
産
業
株
式
会
社
で
も
、
本
年
度
搬
出

さ
れ
た
天
然
木
の
等
級
格
付
け
を
紅
柄

で
筆
入
れ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

紅
柄
は
中
部
・
近
畿
地
方
以
西
の
伝

統
的
民
家
建
築
の
木
材
に
塗
ら
れ
て
い

る
も
の
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
で
す
が
、
こ
れ
を
筆
入
れ
に
使
っ
て

い
る
の
は
、
耐
久
性
を
必
要
と
し
た
こ

の
業
務
の
伝
統
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

竹
べ
ら
に
水
に
溶
い
た
紅
柄
を
含
ま

せ
、
丸
太
の
切
断
面
に
上
方
か
ら
一
気

に
一
筆
書
き
を
し
て
い
ま
す
。
管
内
の

各
土
場
（
貯
木
場
）
に
は
何
回
も
筆
入

れ
の
練
習
を
し
た
後
が
残
っ
て
お
り
、

そ
の
心
意
気
が
窺

う
か
がえ
ま
す
。
素
人
見
ま

ね
で
筆
入
れ
を
し
て
み
ま
し
た
が
中
々

上
手
に
書
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

最
近
は
丸
太
の
自
動
選
木
機
に
よ
る

測
定
の
た
め
標
示
の
省
略
や
チ
ョ
ー
ク

に
よ
る
簡
易
標
示
も
多
く
な
っ
て
い
ま

す
が
、
天
然
木
は
安
定
供
給
の
観
点
か

ら
土
場
に
年
度
を
超
え
て
保
管
さ
れ
る

材
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
製
材
さ
れ
る
ま

で
「
雨
風
に
耐
え
消
え
な
い
」
こ
の
よ

う
な
伝
統
や
技
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

【
東と
う
の
う濃
森
林
管
理
署
】

　

十
一
月
十
二
日
、
岐
阜
県
恵え

な那
農
林

事
務
所
、
中な

か
つ
が
わ
し

津
川
市
川か
わ
う
え上
総
合
事
務
所

と
当
署
職
員
で
中
津
川
市
民
の
水
源
源

流
部
の
奥
三
界
岳
（
川か
わ
う
え上
国
有
林
）
へ

登
頂
し
、
源
流
部
や
保
安
林
関
係
施
設

等
の
現
地
確
認
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

奥
三
界
岳
（
標
高
一
、八
一
一
㍍
）
は
、

岐
阜
県
中
津
川
市
と
長
野
県
木
曽
郡

大お
お
く
わ
む
ら

桑
村
及
び
南な
ぎ
そ
ま
ち

木
曽
町
に
ま
た
が
る

阿あ
て
ら寺
山
系
の
最
南
端
に
位
置
し
、「
日

本
三
百
名
山
」
な
ら
び
に
「
ぎ
ふ
百

山
」
に
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
日
は
、
崩
れ
て
し
ま
っ
た
山
肌
や

洗
掘
さ
れ
た
登
山
道
等
、
昨
年
七
月
の

豪
雨
の
爪
痕
を
目
の
当
た
り
に
す
る
な

ど
、
自
然
の
脅
威
を
実
感
し
ま
し
た
。

　

山
頂
付
近
に
あ
る
湿
地
帯
は
、
周
辺

の
森
林
帯
と
と
も
に
重
要
な
水す

い
げ
ん源
涵か
ん
よ
う養

機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
適
切
に
管
理

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
頂
上
部

で
は
貸
付
地
及
び
作
業
許
可
地
内
の
施

設
の
構
造
等
が
適
切
か
確
認
・
調
査
し

た
後
、
う
っ
す
ら
と
見
え
る
名
古
屋
市

を
眺
め
な
が
ら
昼
食
を
と
り
、
各
々
が

頂
上
か
ら
の
絶
景
を
満
喫
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
中
津
川
市
川
上
総
合
事
務

所
長
か
ら
奥
三
界
岳
の
歴
史
や
見
所
等

に
つ
い
て
分
か
り
や
す
い
解
説
を
い
た

だ
き
知
見
を
広
め
た
と
同
時
に
、
国
有

林
野
管
理
と
保
安
林
業
務
の
重
要
さ
を

学
ぶ
良
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

残り続ける紅柄

施設の確認・調査を終えて（一時的にマスクを外して）

源流部の湿地帯の森林を確認

ベテランによる墨入れの様子

紅べ
に
が
ら柄
っ
て
？

市
民
の
水
源
林

　「
奥お
く

三さ
ん
が
い界
岳だ
け

」
を
巡
視

�

～
若
手
職
員
に
よ
る
現
地
調
査
～
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【
伊い
な
だ
に
那
谷
総
合
治
山
事
業
所 

小こ
し
ぶ
か
わ

渋
川
治

山
事
業
所
】

�

治
山
技
術
官　

立た
て
べ邊　

真し
ん
ご悟

　

小
渋
川
治
山
事
業
所
は
長
野
県
下し

も
い伊

那な
ぐ
ん郡
大お
お
し
か
む
ら

鹿
村
に
所
在
し
、
南
ア
ル
プ
ス

赤あ
か
い
し石
岳だ
け

に
源
み
な
も
とを
発
す
る
天
て
ん
り
ゅ
う
が
わ

竜
川
流
域

小
渋
川
上
流
域
の
約
一
五
、三
五
〇
㌶

の
民
有
林
を
事
業
区
域
と
す
る
民
有
林

直
轄
治
山
事
業
を
実
行
し
て
い
ま
す
。

　

大
鹿
村
は
中
央
構
造
線
が
南
北
に
縦

走
し
、
構
造
線
の
影
響
を
受
け
た
脆
弱

な
地
質
に
よ
っ
て
村
内
の
い
た
る
所
に

大
規
模
な
崩
壊
地
が
発
生
し
て
い
ま
し

た
。
こ
の
大
規
模
な
崩
壊
地
を
復
旧
す

る
に
は
国
の
直
轄
事
業
が
有
す
る
高
度

な
技
術
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長

野
県
及
び
大
鹿
村
か
ら
の
強
い
要
請
を

受
け
昭
和
二
十
五
年
か
ら
事
業
に
着
手

し
、
七
十
年
も
の
長
期
に
わ
た
り
治
山

工
事
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
管
内
に
は
約
一
三
三
㌶
と
大

規
模
な
地
す
べ
り
地
も
在
し
て
お
り
、

こ
の
地
す
べ
り
地
に
は
こ
れ
ま
で
に

七
十
二
基
の
集

し
ゅ
う
す
い
せ
い

水
井
と
二
本
の
排
水
ト

ン
ネ
ル
を
施
工
し
、
地
す
べ
り
の
沈
静

化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

当
事
業
所
で
は
、
こ
れ
ま
で
数
多
く

の
山さ
ん
ぷ
く
こ
う

腹
工
を
実
施
し
て
き
て
い
ま
す

が
、
近
年
、
治
山
工
事
を
始
め
と
す
る

建
設
業
で
は
就
業
者
の
減
少
や
高
齢
化

が
進
行
し
て
お
り
、
特
に
、
こ
れ
ま
で

山
腹
工
の
基き

そ
こ
う
礎
工
と
し
て
多
く
使
用
さ

れ
て
い
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
を

扱
え
る
職
人
（
石い

し
く工
）
の
減
少
と
高
齢

化
は
著
し
く
、
こ
の
職
人
を
確
保
す
る

こ
と
が
非
常
に
困
難
な
状
況
に
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
、
当
事
業
所
で
は
、

重
量
が
あ
っ
て
熟
練
の
技
術
が
必
要
な

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
に
代
わ
っ

て
、
組
立
が
簡
単
で
誰
で
も
安
全
に
取

り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
軽
量
フ
レ
ー
ム

と
、
木
材
の
利
用
を
推
進
す
る
た
め
に

平ひ
ら
わ
り
ざ
い

割
材
を
残ざ

ん
ぞ
ん
か
た
わ
く

存
型
枠
に
使
用
し
た
工
法

の
開
発
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

労
働
負
担

の
軽
減
と
安

全
を
確
保
す

る
た
め
に
開

発
し
た
こ
の

工
法
は
、
現

場
作
業
員
か

ら
も
「
軽
量

で
あ
り
組
立

が
簡
単
で
作

業
が
容
易
だ
っ
た
」
と
の
感
想
を
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
工
法
は
、
建
設
業
の
現
状
や
実

態
を
踏
ま
え
開
発
を
行
っ
た
も
の
で
あ

り
ま
す
の
で
、
今
後
、
全
国
的
に
広
が

れ
ば
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

■
未
来
の
担
い
手
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　

近
年
は
局
地
的
豪
雨
が
多
発
し
、
土

石
流
な
ど
に
よ
る
甚
大
な
被
害
が
発
生

し
や
す
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

災
害
を
未
然
防
止
す
る
た
め
に
は
、

治
山
事
業
が
不
可
欠
で
あ
り
、
森
林
の

持
つ
水
源
か
ん
養
や
山
地
災
害
防
止
な

ど
の
機
能
を
高
度
に
発
揮
す
る
た
め

に
、
誇
り
を
持
っ
て
治
山
事
業
に
取
り

組
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
治
山

事
業
は
短
期
間
で
成
果
を
実
感
で
き
る

の
で
、
若
い
人
達
に
も
挑
戦
し
て
も
ら

い
た
い
と
思
い
ま
す
。

〈森
も り

林のお仕事紹介コーナー（農林水産省林
りんやちょう

野庁）〉
シ
リ
ー
ズ

﹁
森
林
官
か
ら
の
便
り
﹂

　
国
有
林
と
言
え
ば
現
場
、
現
場
と
言
え
ば

森
林
官
！
し
か
し
、
一
般
の
方
に
は
余
り
馴

染
み
が
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
各
地
に
あ
る
森
林
事
務
所
や
地
域

の
特
色
、
森
林
官
の
仕
事
な
ど
を
紹
介
し
て

い
き
ま
す
。

復旧が進む鳶
と び が す

ヶ巣大崩壊地

開発を進めている新たな工法

地すべり活動を抑制する排水トンネル

筆者（事務所前にて）
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木
下
建
設
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　

石い
し
は
ら原　

賢さ
と
し巳

　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
七
年
入
社
）

■
事
業
の
概
要

　

請
負
事
業
：
砂す
な
ご
や

古
谷
（
小こ
に
し
が
わ

西
川
）

　
　
　
　
　
　

復
旧
治
山
工
事

　

発
注
者
：
伊
那
谷
総
合
治
山
事
業
所

　

本
工
事
は
、
飯い
い
だ
し
田
市
上か
み
い
い
だ

飯
田
松ま
つ
か
わ
い
り

川
入

小
西
川
上
流
部
の
山さ
ん
ぷ
く腹
工
事
で
、
〇
・

二
六
㌶
を
練ね
り

ブ
ロ
ッ
ク
積つ
み
ど
ど
め
こ
う

土
留
工
・
軽

量
植
生
シ
ー
ト
水す
い
ろ
こ
う

路
工
・
丸
太
筋す
じ
こ
う工
・

植
生
マ
ッ
ト
伏ふ

せ
こ
う工
・
厚こ
う
そ
う
き
ざ
い

層
基
材
吹ふ
き
つ
け
こ
う

付
工

を
主
な
工
種
と
し
て
施
工
す
る
復
旧
治

山
工
事
で
す
。

■
現
場
で
の
役
割
、
魅
力

　

私
の
役
割
は
、
現
場
代
理
人
兼
主
任

技
術
者
で
、
当
現
場
で
の
施
工
全
般
の

総
括
管
理
を
行
い
ま
し
た
。
特
に
急
峻

地
形
で
の
ブ
ロ
ッ
ク
積
土
留
工
配
置
で

は
、
地じ

や
ま山
と
の
接
続
を
考
慮
し
な
が
ら

測
量
し
、
線せ
ん
け
い形
を
定
め
る
な
ど
、
図
面

か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
こ
と
が
多
く
、

出
来
上
が
っ
た
ブ
ロ
ッ
ク
積
土
留
工
と

そ
の
間
の
筋
工
、
緑
化
マ
ッ
ト
伏
が
周

囲
の
森
に
な
じ
む
の
を
見
て
、
そ
れ
ま

で
現
場
関
係
者
と
相
談
を
重
ね
て
き
た

成
果
に
一
層
の
感
動
が
湧
き
ま
し
た
。

ま
た
、
林
道
か
ら
現
場
最
頂
部
ま
で
が

約
二
百
六
十
㍍
と
高
低
差
が
多
く
、
作

業
関
係
者
の
歩
行
時
間
に
時
間
を
要
し

過
ぎ
る
と
考
え
ま
し
た
の
で
、
モ
ノ

レ
ー
ル
架か
せ
つ設
を
導
入
し
、
作
業
効
率
の

向
上
を
図
り
ま
し
た
。

　

結
果
と
し
て
作
業
関
係
者
の
疲
労
低

減
に
繫
が
り
、
予
定
工
程
の
短
縮
が
順

調
に
進
み
、
長
年
こ
の
業
界
に
従
事
し

て
き
た
私
に
と
っ
て
は
、
少
し
の
自
信

と
、
更
な
る
今
後
の
糧
を
い
た
だ
い
た

よ
う
に
思
え
ま
し
た
。

　

治
山
工
事
は
市
街
地
工
事
と
は
大
き

く
違
い
、
自
然
が
教
え
て
く
れ
る
作
業

場
で
あ
る
と
常
々
考
え
ま
す
。
天
候

も
、
地
理
的
条
件
も
不
便
さ
は
多
い
で

す
が
、
山
の
中
で
の
静
か
な
環
境
や
晴

れ
た
日
の
周
囲
の
森
林
や
野
鳥
の
さ
え

ず
り
は
、
私
の
心
や
体
を
癒
し
て
く
れ

ま
す
。
人
間
は
自
然
の
摂
理
を
如
何
し

て
も
超
え
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
。

自
然
と
共
存
し
限
界
を
確
か
め
、
展
望

を
模
索
し
て
更
に
前
を
見
続
け
ま
す
。

こ
の
力
を
得
る
こ
と
は
、
静
か
な
自
然

と
澄
ん
だ
空
気
の
中
に
居
る
か
ら
だ
と

思
い
ま
す
。
や
は
り
こ
れ
が
一
番
の
魅

力
だ
と
思
い
ま
す
。

■
林
業
土
木
の
世
界
に

�

入
っ
た
き
っ
か
け

　

私
が
こ
の
業
界
に
入
っ
た
の
は
、
会

社
に
入
社
後
二
年
た
っ
た
こ
ろ
か
ら
小

西
川
治
山
資
材
運
搬
路
の
現
場
補
助
員

と
し
て
配
属
を
受
け
た
こ
と
が
き
っ
か

け
で
し
た
。
何
も
無
い
山
の
中
で
、
先

ず
自
分
で
歩
く
作
業
道
か
ら
作
っ
て
い

き
ま
し
た
。
経
験
の
な
い
私
と
し
て
は

毎
日
が
右
往
左
往
し
な
が
ら
の
連
続
で

し
た
が
、
晴
れ
た
日
の
昼
食
後
の
静
か

で
涼
し
い
環
境
下
で
何
か
自
由
を
い
た

だ
い
た
よ
う
に
思
い
始
め
ま
し
た
。
そ

れ
か
ら
段
々
こ
の
仕
事
が
好
き
に
な
り

ま
し
た
。

■
未
来
の
担
い
手
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　

何
で
も
初
め
は
楽
な
処
は
あ
り
ま
せ

ん
。
い
ろ
い
ろ
考
え
て
め
げ
ず
に
取
り

組
む
こ
と
に
よ
り
苦
難
か
ら
楽
土
に
変

わ
る
と
思
い
ま
す
。「
継
続
は
力
」
の

繰
り
返
し
で
す
。
焦
ら
ず
気
長
に
構
え

て
取
り
組
め
ば
、
必
ず
成
果
は
出
ま

す
。
そ
う
し
た
ら
続
け
る
こ
と
は
気
楽

に
で
き
ま
す
。

筆者

現場の全景

〈森
も り

林のお仕事紹介コーナー（林業土木）〉
シ
リ
ー
ズ

﹁
林
業
土
木
業
界
か
ら
の
便
り
﹂

　
受
注
し
て
く
だ
さ
る
民
間
事
業
体
あ
っ
て

の
国
有
林
。
そ
こ
で
、
国
有
林
の
林
道
や
治

山
工
事
な
ど
を
行
う
林
業
土
木
事
業
体
か
ら

の
投
稿
を
も
と
に
、
頑
張
っ
て
い
る
若
者
や

女
性
技
術
者
な
ど
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
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　中部森林管理局では、森林の公益的機能の発揮や林業の成長産業化に向けて様々な取
組を行っています。その中から民有林行政、林業や森林土木事業に携わ
る皆様に、参考にしていただけそうな事例をご紹介します。
　また、当局ホームページにおいてもこれら事例を紹介しています。

詳細は、ＱＲコードを読み込んでください。

　生物多様性の保全など、森林の持つ公益的機能の一層の発揮に向け針広混交林等の多
様な森林づくりを進めるため、「見える化区域」を設定し、地域の実状を踏まえた課題
や改善策等の検討を行います。

　岐阜森林管理署管内の岐阜県下呂市内の国有林1,085haに多様な森林づくりの「見え
る化区域」を設定しました。今後課題や改善策の検討を行っていくこととしています。

　計画課　電話026-236-2616

多様で健全な森
も り

林づくりへの取組～見える化プロジェクト～

〜
民
有
林
行
政
、
林
業
や
森
林
土
木
事
業
に
携
わ
る
皆
様
へ
〜

〜
民
有
林
行
政
、
林
業
や
森
林
土
木
事
業
に
携
わ
る
皆
様
へ
〜

お
役
に
立
ち
ま
す

　国
有
林

お
役
に
立
ち
ま
す

　国
有
林

第７回

シリーズ

１．ねらい

３．成果

４．問い合わせ先

育成複層林
（循環利用型）

育成単層林
（人工林）

育成単層林
（人工林）

育成複層林
（誘導存置型）

多様で健全な森林づくりイメージ図

２．概要
　国有林では、育成複層林化等の取組を先導的に進めるなど、多様な森林づくりを推進
することとしています。
　多様な森林づくりにおいては、自然条件や社会的条件を踏まえた育成単層林・育成複
層林の適切な配置の検討や天然力を活用して育成複層林に誘導するための技術の検証な
ど、地域の実状を踏まえた検討を進めていく必要があります。

育成複層林
（誘導存置型）
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川
の
流
れ
を
利
用
し
て
バ
ラ
バ
ラ
に

運
ば
れ
て
き
た
木
材
は
、
川
の
中
流
部

に
設
け
ら
れ
た
、「
綱つ

な
ば場
」
と
呼
ば
れ
る

場
所
で
一
旦
集
め
ら
れ
ま
す
。

「
留と

め
づ
な
は
り
わ
た
し
の
ず

綱
張
渡
之
圖
」
に
つ
い
て

　

魚
の
群
れ
を
網
で
集
め
て
い
る
か
の

よ
う
な
印
象
を
受
け
る
絵
で
す
が
、
こ

れ
は
飛ひ

だ騨
川が

わ

に
あ
っ
た
下し

も
は
ら
な
か
つ
な
ば

原
中
綱
場

（
現
在
の
岐
阜
県
下げ

ろ

し

呂
市
）
の
光
景
で

す
。
上
流
か
ら
流
れ
て
き
た
木
材
が

「
留と

め
づ
な綱
」
と
呼
ば
れ
る
太
い
綱
か
ら
な
る

し
か
け
で
、
下
流
に
流
さ
れ
な
い
よ
う

に
阻
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
留と

め
づ
な
の
ず

綱
之
圖
」
に
つ
い
て　

こ
ち
ら
は

「
留
綱
」
の
構

造
を
描
い
た

絵
で
す
。
白し

ら

口く
ち
ふ
じ藤
（
サ
ル

ナ
シ
）
の
蔓つ

る

を
何
本
も
編

ん
だ
太
く
強

靭
な
綱
が
用

い
ら
れ
ま
し

た
。
万
が
一
、

こ
の
留
綱
が

切
れ
ま
す
と
、

木
材
が
下
流

に
バ
ラ
バ
ラ

に
流
れ
て
し
ま
い
、
大
変
な
被
害
が
出

て
し
ま
い
ま
し
た
。「
綱
場
」
で
木
材
を

一
旦
集
め
る
の
は
、
木
材
を
チ
ェ
ッ
ク

し
、
イ
カ
ダ
を
組
ん
で
、
川
の
水
量
が

増
え
て
き
た
中
流
以
降
を
流
す
為
で
す
。

　

木
曽
川
で
は
岐
阜
県
八や

お
つ
ち
ょ
う

百
津
町
の

錦に
し
こ
お
り織
綱つ

な

ば場
、
飛ひ

だ

が

わ

騨
川
で
は
岐
阜
県

川か
わ
べ
ち
ょ
う

辺
町
の
下し

も
あ
そ麻
生う

つ

な

ば

綱
場
が
明
治
時
代
の

間
も
、
木
材
の
中
継
基
地
と
し
て
活
躍

し
ま
し
た
。

「
角か

く
の
り
の
ず

乗
之
圖
」
に
つ
い
て

　

川
で
の
運
材
で
は
、
経
験
や
才
能
は
、

も
と
よ
り
、
水
に
浮
い
た
木
材
や
丸
太

の
上
を
自
在
に
動
き
回
れ
る
バ
ラ
ン
ス

感
覚
や
身
体
能
力
に
よ
っ
て
仕
事
の
効

率
が
左
右
さ
れ
ま
し
た
。

　

水
上
で
行
う
「
角か

く
の
り乗
」
は
仕
事
と
は

直
接
関
係
の
無
い
、
休
憩
時
の
余
興
、

曲
芸
で
は
あ

り
ま
す
が
、

年
季
を
入
れ

た
日
用
（
運

材
を
担
当
す

る
労
働
者
）

が
自
ら
の
技

量
を
示
す
も

の
で
あ
っ
た

の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

次
回
は
、「
桴い

か
だ
し
の
ず

士
之
圖
」「
桴い

か
だ
の
り
さ
げ

乗
下
ヶ

之の

圖ず

」「
桴い

か
だ
く
み
た
て
の
ず

組
立
之
圖
」
に
つ
い
て
解
説

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

中
部
森
林
管
理
局
技
術
普
及
課
　井
上 

　日
呂
登

い
の
う
え

い
の
う
え

ひ
　ろ
　と

ひ
　ろ
　と

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
十
回
）

「
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
」の
解
説
（
第
十
回
）

連 載

きき

そそ

し
き
し
き

ば
つ
ば
つ

ぼ
く
ぼ
く

う
ん
う
ん

ざ
い
ざ
い

ええ

ずず

　

中
部
森
林
管
理
局
で
は
、
こ
の
「
図
会
」
を

保
管
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を
切
り
取
っ
た
も

の
を
画
像
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
て

い
ま
す
。

　

サ
イ
ト
は
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
読
み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
木
曽
式
伐
木
運
材

図
会
は
、
一
般
公
開
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん
。

明治時代後期頃の錦織綱場

「留綱張渡之圖」より

明治時代の留綱の写真 「留綱之圖」より

「角乗之圖」より
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岐
阜
県
東
濃
地
域
は
、「
東と
う
の
う濃
檜ひ
の
き」
や

「
木き
そ
ひ
の
き

曽
檜
（
天
然
）
」
に
代
表
さ
れ
る
ヒ

ノ
キ
の
主
要
な
生
産
地
で
す
。

　

林
野
庁
で
は
、
次
世
代
に
残
す
べ
き

代
表
的
な
巨
樹
・
巨
木
を
「
森
の
巨
人

た
ち
百
選
」
と
し
て
選
定
し
て
い
ま
す
。

当
署
管
内
か
ら
は
二
本
の
大
ヒ
ノ
キ
が

選
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、「
木
曽
ヒ
ノ

キ
備
林
」
と
し
て
貴
重
な
大
檜
も
保
存

し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
管
内
の
代
表

的
な
巨
人
た
ち
を
紹
介
し
ま
す
。

①
【
神み
さ
か坂
大お
お
ひ檜
】

　

中な
か
つ
が
わ
し

津
川
市
神み

さ
か坂

の
湯ゆ

ぶ
ね
さ
わ

舟
沢
国
有
林
に

あ
り
、
幹
周
七
・二
二
㍍
、
樹
高
が

二
十
五
㍍
。
通
称
「
み
さ
か
お
お
ひ
」

と
呼
ば
れ
、「
大お
さ
ら
ぎ佛
次じ
ろ
う郎
賞
」
受
賞
作
家

の
高た
か
だ田 

宏
ひ
ろ
し

氏
が
名
付
け
ま
し
た
。

　

周
辺
は
木き

そ曽
五ご
ぼ
く木
（
ヒ
ノ
キ
、
サ
ワ

ラ
、
ネ
ズ
コ
、
ア
ス
ナ
ロ
、
コ
ウ
ヤ
マ

キ
）
を
中
心
と
し
た
天
然
林
が
広
が
り
、

神
々
し
い
雰
囲
気
に
包
ま
れ
、
長
年
風

雪
に
耐
え
て
き
た
天
然
木
な
ら
で
は
の

風
格
が
あ
り
ま
す
。

②
【
笠か
さ
ぎ木
】

　

恵え

な

し
那
市
の
上か
み
む
ら村
恵え

な那
国
有
林
に
あ
り
、

幹
周
七
・五
四
㍍
、
樹
高
が
二
十
六
㍍
。

根
元
に
大
き
な
瘤こ
ぶ

が
あ
り
、
太
い
枝
が

張
り
出
し
、
笠
の
よ
う
な
樹
形
が
特
徴

で
す
。
戦
国
時
代
の
裏
街
道
で
笠か
さ
ぎ置
地

方
を
監
視
す
る
場
所
で
あ
っ
た
た
め
、

こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

③
【
二
代
目
大
ヒ
ノ
キ
】

　

中な
か
つ
が
わ
し

津
川
市
の
加か
し
も
う
ら
き
そ

子
母
裏
木
曽
国
有
林

に
あ
り
、
幹
周
四
・八
四
㍍
、
樹
高

二
十
六
㍍
。
昭
和
五
十
六
年
、
当
時
の

出い
で
の
こ
う
じ

ノ
小
路
担
当
区
主
任
（
現
：
西に
し
ま
た股
首

席
森
林
官
）
が
三
年
余
り
を
か
け
て
見

つ
け
た
推
定
樹
齢
千
年
前
後
の
大
檜
で

す
。

　

初
代
の
大
ヒ
ノ
キ（
後
述
）
の
よ
う
な

山
神
の
宿
る
よ
う
な
理
想
的
な
ヒ
ノ
キ

で
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
過

去
に
裏
木
曽
か
ら
伐
採
さ
れ
た
巨
木
で
、

こ
れ
を
上
回
る
も
の
は
、
昭
和
二
十
九

年
の
初
代
大
ヒ
ノ
キ
、
昭
和
十
六
年
の

伊い
せ
じ
ん
ぐ
う
み
と
び
ら

勢
神
宮
御
扉
用
材
、
天
保
九
年
の

江え
ど
じ
ょ
う
に
し

戸
城
西
の
丸ま
る
ご
て
ん

御
殿
復
旧
用
材
の
三
本

の
み
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
帯
は
自
然

観
察
教
育
の
場
と
し
て
専
門
の
ガ
イ
ド

付
き
で
巡
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
（
番
外
）【
初
代
大
ヒ
ノ
キ
】
切
り
株

　

江
戸
城
西
の
丸
焼
失
再
建
の
際
、
幕

府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
惣そ
う
ぶ
ぎ
ょ
う

奉
行
「
川か
わ
じ
さ
ん

路
三

左ざ
え
も
ん

衛
門
」
に
よ
っ
て
ご
神
木
と
さ
れ
た

木
曽
山
随
一
の
大
檜
が
あ
り
ま
し
た
。

　

昭
和
九
年
の
室む

ろ
と戸
台
風
で
折
・
枯
損

し
、
後
に
学
術
参
考
の
た
め
伐
採
さ
れ

ま
し
た
。
切
り
株
の
平
均
直
径
は
二
・二

㍍
、
断
面
は
畳
三
畳
ほ
ど
も
あ
り
ま
す
。

「
二
代
目
大
ヒ
ノ

キ
」
と
等
高
線
上

の
谷
を
挟
ん
で
真

北
の
南
斜
面
に
現

存
し
て
い
ま
す
。

※
見
学
に
あ
た
っ
て
は

　

現
地
へ
は
、
登
山
と
同
様
、
自
己
責
任
が
原
則
で

す
。
ま
た
、
入
林
届
等
の
諸
手
続
が
必
要
と
な
る
場

合
や
車
道
、
林
道
等
を
通
行
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
事
前
に
東
濃
森
林
管
理
署
ま
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

ご当地

自慢

「東濃の巨人（木）たち」

東濃森林管理署
とうのう

95

中
央
自
動
車
道

中
央
自
動
車
道

２
５
７
号
線

２
５
７
号
線

★★

中津川駅

中津川IC中津川IC恵那IC恵那IC

二代目大ヒノキ
初代大ヒノキ
二代目大ヒノキ
初代大ヒノキ

◆
各
巨
木
へ
の
ア
ク
セ
ス
【
自
動
車
】

　

 

①
②　

当
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
森

の
巨
人
た
ち
百
選
」
に
掲
載
。
詳

細
は
、
以
下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読

み
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

 

③
④　

中
央
道
「
中
津
川
Ｉ
Ｃ
か
ら
国
道
二
五
七

号
経
由
約
百
分
（
約
三
十
九
㌔
㍍
）
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　コロナ禍で自粛が続き、家族で過ごす時間が長くなった。妻から「最近怒りっぽい！」
と言われた。う～ん。確かに自宅にいると家族に些細なことで、文句を言っている。特
に食いしん坊の小生は、食べ物の味付けなどをうるさく言っている。最近は、食べるこ
とが唯一の楽しみになっているので、味付けに妥協ができなくなっていたのかも。反省、
反省…。
　また、テレビ等を見てもマスクを着ける着けないといった些細なことがニュースになっ
たりと、明日の希望が見えない状況に心の余裕を持てなくっているのではないでしょうか。
　こんな時には、いつでもお気軽に自宅で森林や自然の風景を楽しむことができる「デ

ジ森（もり）」で、美しい風景をご覧になってはいかがでしょうか。ス
トレスの緩和に少しでもお役に立てますように…。

編 集 長 だ よ り （中部の森林へのご意見・ご要望等の投稿は、
migoro＠maff.go.jpまで電子メールでお送りください。）

デジ森への入場ゲートは、左のＱＲコードを読み込んでください。

○�マ
ス
ク
着
用
や
三
密
（
密
閉
・
密
集
・
密

接
）
の
回
避
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

○�

換
気
を
良
く
し
ま
し
ょ
う
（
室
内
の
場

合
）。

○�

集
ま
り
は
、
少
人
数
・
短
時
間
を
心
掛

け
ま
し
ょ
う
。

○�

大
声
を
だ
さ
ず
会
話
は
で
き
る
だ
け
静

か
に
し
ま
し
ょ
う
。

○�

共
用
施
設
の
清
掃
・
消
毒
、
手
洗
い
・
ア

ル
コ
ー
ル
消
毒
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

　

改
め
て
、
三
密
の
回
避
、
手
洗
い
、
マ

ス
ク
着
用
、
換
気
、
共
用
施
設
の
消
毒
な

ど
の
徹
底
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す

　

詳
し
く
は
、
次
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

◇
感
染
リ
ス
ク
が
高
ま
る

　
「
５
つ
の
場
面
」

　
　
　
　

�（
内
閣
官
房
）

◇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
つ
い
て

　
（
農
林
水
産
省
）

新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
リ
ス
ク
を

下
げ
る
た
め
に
全
て
の
場
面
で

引
き
続
き
守
っ
て
ほ
し
い
こ
と

◇
自
己
Ｐ
Ｒ
：（
趣
味
や
特
技
な
ど
）

　

健
康
の
た
め
に
も
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を

し
て
い
ま
す
。
四
季
折
々
の
花
が
楽
し

め
て
良
い
で
す
ね
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
に
も
参
加
し
て
い
ま
す
。
日
頃
は
読

書
と
編
物
が
大
好
き
で
す
。

◇
国
有
林
モ
ニ
タ
ー
に

�

応
募
い
た
だ
い
た
理
由

　

全
国
植
樹
祭
、
信
州
花
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
に
参
加
し
ま
し
た
。
お
花
や
木
な

ど
は
き
れ
い
で
す
し
、
大
切
に
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
他
に

水
と
か
自
然
も
で
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
マ
ス
ク
を

し
て
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ロ
ー
ド
を
歩
い
て

い
ま
す
。
六
月
上
旬
頃
ア
カ
シ
ア
の
花

が
満
開
で
よ
い
香
り
で
す
。
自
然
を
見

て
、
空
を
見
上
げ
て
歩
く
と
気
持
ち
よ

い
で
す
。

◇
国
有
林
に
期
待
す
る
こ
と

　

わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
で
す
。

　

二
年
間
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

星ほ
し
の野　

暁あ
け
み美
（
長
野
県
）

国
有
林
モ
ニ
タ
ー
の
ご
紹
介

ボランティア活動中の星野さん。
赤いセーターにブルーのエプロンを掛けています。

�　33「冬のブナの林」

☆デジタル森林紀行（愛称：デジ森）
　今月の広報主任官のお勧めサイト！
　どんなお勧めのサイトかは、以下のＱＲコードを読
み込んでからのお楽しみ！
　また、3つのＱＲコードの中には、過去へタイムス
リップするデジ森の裏サイトがありますよ！

何かなぁ 何だろう

!(^^)! (*^-^*)

デジ森デジ森 テーマ「白」テーマ「白」
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（　）は庁舎所在市町村

お問い合わせ先　中部森林管理局　〒380-8575　長野県長野市大字栗田715-5　TEL 050-3160-6507（代表）　TEL 026-236-2721（夜間・休日）　FAX 026-236-2657

名 古 屋 事 務 所 〒456-8620 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-20 TEL 050-3160-6660 FAX 052-683-9269
富 山 森 林 管 理 署 〒939-8214 富山県富山市黒崎字塚田割591-2 TEL 050-3160-6080 FAX 076-424-4934
北 信 森 林 管 理 署 〒389-2253 長野県飯山市大字飯山1090-1 TEL 050-3160-6045 FAX 0269-62-4144
中 信 森 林 管 理 署 〒390-0852 長野県松本市島立1256-1 TEL 050-3160-6050 FAX 0263-47-4754
東 信 森 林 管 理 署 〒384-0301 長野県佐久市臼田1822 TEL 050-3160-6055 FAX 0267-82-6959
南 信 森 林 管 理 署 〒396-0023 長野県伊那市山寺1499-1 TEL 050-3160-6060 FAX 0265-72-7774
木 曽 森 林 管 理 署 〒399-5604 長野県木曽郡上松町正島町1-4-1 TEL 050-3160-6065 FAX 0264-52-2582
南　　木　　曽　　支　　署 〒399-5301 長野県木曽郡南木曽町読書3650-2 TEL 050-3160-6070 FAX 0264-57-2686
飛 騨 森 林 管 理 署 〒506-0031 岐阜県高山市西之一色町3丁目747-3 TEL 050-3160-6085 FAX 0577-34-8932
岐 阜 森 林 管 理 署 〒509-3106 岐阜県下呂市小坂町大島1643-2 TEL 050-3160-6090 FAX 0576-62-2503
東 濃 森 林 管 理 署 〒508-0351 岐阜県中津川市付知町8577-4 TEL 050-3160-5675 FAX 0573-82-2109
愛 知 森 林 管 理 事 務 所 〒441-1331 愛知県新城市庭野字東萩野49-2 TEL 0536-22-1101 FAX 0536-23-2254
森 林 技 術 ・ 支 援 セ ン タ ー 〒509-2202 岐阜県下呂市森876-1 TEL 050-3160-6095 FAX 0576-25-2420
木曽森林ふれあい推進センター 〒397-0001 長野県木曽郡木曽町福島1250-7 TEL 0264-22-2122 FAX 0264-21-3151
伊 那 谷 総 合 治 山 事 業 所 〒395-0001 長野県飯田市座光寺5152-1 TEL 050-3160-6075 FAX 0265-22-0149


